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桶お
け

・
樽た

る

を
作
る
道
具 

―
酒
造
り
の
パ
ー
ト
ナ
ー

　

江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
池

田
は
酒
ど
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

「
呉ご

春し
ゅ
ん」や「
緑み

ど
り

一い
ち

」は
通つ

う

の
酒
と
し
て
左
党

に
愛
飲
さ
れ
て
い
ま
す
。

酒
の
仕
込
み
に
欠
か
せ
な
い
の
が
桶
や
樽

と
い
っ
た
容
器
類
で
す
。
大
き
な
も
の
で
は

容
量
30
石こ

く（
約
５
４
０
０
リ
ッ
ト
ル
。
一
般

的
な
浴
槽
の
約
20
倍
！
）
と
い
う
も
の
も
あ

り
ま
す
。
管
理
や
取
り
扱
い
の
容
易
さ
か

ら
、
現
代
で
は
ス
テ
ン
レ
ス
や
ホ
ー
ロ
ー

の
も
の
に
切
り
替
え
て
い
る
酒
蔵
が
多
く
な

り
ま
し
た
が
、
か
つ
て
は
木
製
の
桶
や
樽
が

使
わ
れ
て
お
り
、「
酒
屋
一
軒
に
桶
屋
一
軒
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
深
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。

本
展
に
出
品
さ
れ
る「
旧
武む

呂ろ

家
桶
・
樽

作
り
用
具
一
式
」（
大
阪
府
指
定
有
形
民
俗

文
化
財
）は
、
池
田
市
で
最
後
の
桶
・
樽
職

人
と
な
っ
た
故
・
武
呂
栄
氏
が
使
っ
て
い

た
道
具
類
で
す
。
鋸

の
こ
ぎ
りや

鉋か
ん
な

と
い
っ
た
、
大

工
道
具
に
似
た
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

が
、
桶
の
カ
ー
ブ
に
合
わ
せ
て
木
を
削
る

「
銑せ

ん

」と
呼
ば
れ
る
刃
物
や
、
部
品
の
形
を

確
か
め
る
た
め
の「
桶
定
規
」な
ど
、
特
徴

的
な
道
具
も
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
総
数
は
３
６
４
点
。
桶
や
樽
は
日
常
生
活

の
中
で
多
く
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
い
ろ
い

ろ
な
形
、
い
ろ
い
ろ
な
大
き
さ
の
製
品
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
ひ
と
通
り
作
る
た
め

に
は
、
こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
の
道
具
が
必

要
に
な
る
の
で
す
。

酒
の
仕
込
み
に
使
う
巨
大
な
桶
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
職
人
は
、
残
念
な
が
ら
今
の

日
本
に
は
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

職
人
が
い
な
く
な
る
と
、
物
の
作
り
方
、
道

具
の
使
い
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
博
物
館
は
、
た
だ
道
具

を
後
世
に
伝
え
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、
技

術
そ
の
も
の
を
記
録
・
伝
承
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
な
使
命
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

踏ふ
み

車ぐ
る
ま 

―
こ
れ
も
立
派
な
文
化
財

か
つ
て
ど
の
農
村
に
も
あ
っ
た
踏
車（
揚

水
車
）も
現
在
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
水
車
の
上
を
歩
く
よ
う
に
踏
み
込

ん
で
回
す
の
で
こ
の
名
前
が
付
け
ら
れ
ま
し

た
。江

戸
時
代
の
農
学
者
・
大お

お

蔵く
ら

永な
が

常つ
ね

が
書

い
た
農
業
技
術
書『
農
具
便
利
論
』
に
よ

る
と
、
踏
車
を
製
作
し
た
の
は
大
坂
の
農

人
橋
で
農
具
商
を
営
ん
で
い
た
京
屋
七
兵

衛
・
清
兵
衛
で
、
寛
文
年
間
（
１
６
６
１
～

７
２
）の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
１

０
０
年
ほ
ど
の
間
に
全
国
に
広
ま
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
踏

車
の
一
つ
に
、
江
戸
時
代
の
末
期
に
作
ら
れ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
そ
れ
が
分
か
る

か
と
い
う
と
、
側
面
に「
慶
應
元
年
丑
五
月

吉
日
」と
墨
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
う
い
う
も
の
を「
紀
年
銘
」と
呼
び
ま
す

が
、
水
に
つ
け
て
使
わ
れ
る
踏
車
の
紀
年
銘

が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
と
て
も
ま
れ
で
す
。

遠
目
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
近
く
で
見

る
と
修
理
の
跡
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
長
年
使

わ
れ
続
け
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
記
録
に

よ
る
と
、
紀
年
の
あ
る
慶
応
元
年（
１
８
６

５
）か
ら
大
正
時
代
ご
ろ
ま
で
使
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
実
は
こ
の
踏
車
、
府

内
で
現
存
す
る
踏
車
の
中
で
は
最
古
級
の

も
の
の
一
つ
な
の
で
す
。

日
常
生
活
の
中
で
使
わ
れ
る
道
具
は
通

常
、
消
耗
品
で
す
の
で
、
壊
れ
た
り
使
い

切
っ
た
り
し
た
ら
捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
で
す
の
で
、
道
具
が
現
役
の
間
は
、

そ
れ
ら
が
将
来「
文
化
財
」に
な
る
と
い
う

感
覚
を
持
っ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ

ん
。
時
代
を
超
え
て
伝
わ
っ
た
こ
れ
ら
の
道

具
は
、
極
め
て
強
運
の
持
ち
主
だ
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

◆
問
い
合
わ
せ
は
歴
史
民
俗
資
料
館　
　

　

☎
7
5
1
・
３
０
１
９

ときの輝き

歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
10
月
14
日
㈯

か
ら
12
月
３
日
㈰
ま
で
、「
池
田
の
た
か
ら

も
の
」を
テ
ー
マ
に
さ
ま
ざ
ま
な
市
指
定

文
化
財（
一
部
は
府
指
定
）を
展
示
す
る
特

別
展
を
開
催
し
ま
す
。
２
回
目
と
な
る
今

回
は
、
有
形
民
俗
文
化
財
の
中
か
ら
、「
民

具
」と
も
呼
ば
れ
る
道
具
類
を
い
く
つ
か

ご
紹
介
し
ま
す
。

第
２
回

 
歴
史
民
俗
資
料
館
特
別
展

池
田
の

た
か
ら
も
の

慶應元年の銘が入った踏車

作業中の故・武呂栄氏


